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一
 
は
じ
め
に
 
 

芥
川
龍
之
介
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
は
、
一
九
二
〇
年
『
中
央
公
論
』
新
年
号
に
掲
載
さ
れ
、
翌
年
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
短
編
 
 

集
『
夜
来
の
花
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
の
創
作
に
つ
い
て
、
芥
川
本
人
は
、
一
九
l
九
年
十
一
月
二
十
四
日
付
小
島
政
二
郎
 
 

宛
書
簡
で
「
頃
来
鼠
小
僧
次
郎
吉
を
書
き
居
る
江
戸
詞
始
末
に
了
へ
ず
」
と
苦
心
を
吐
露
し
て
い
る
。
「
鼠
小
僧
次
郎
き
に
お
け
る
 
 

庄
戸
詞
」
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
美
加
が
「
第
二
段
の
山
場
で
、
『
浮
世
風
呂
』
の
一
節
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
」
互
 
 

と
い
う
研
究
成
果
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
小
説
の
従
来
の
研
究
で
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
焦
点
は
、
結
末
の
種
明
か
し
の
箇
 
 

所
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
は
同
時
代
評
に
お
い
て
も
、
「
英
雄
崇
拝
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
で
「
あ
の
有
名
な
変
蘭
土
の
戯
曲
に
 
 

も
か
う
云
ふ
安
価
な
浪
漫
主
義
が
面
白
く
て
取
り
扱
わ
れ
て
ゐ
る
」
、
「
上
手
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
短
編
」
（
ゥ
。
と
い
っ
た
評
価
の
好
い
 
 

も
の
も
あ
れ
ば
、
「
如
何
に
若
気
の
物
好
き
と
悪
戯
か
ら
と
は
い
へ
、
最
後
の
ド
ン
ヅ
マ
リ
に
行
っ
て
ま
で
も
ま
だ
そ
の
常
套
手
段
を
 
 

試
み
ね
ば
気
が
す
ま
な
い
と
云
ふ
の
は
余
り
に
コ
セ
ツ
キ
過
ぎ
は
し
な
い
か
」
亘
と
い
っ
た
酷
評
な
ど
が
あ
り
、
評
価
は
当
初
か
ら
 
 

二
分
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

批
判
と
賞
賛
が
相
半
ば
す
る
同
時
代
評
に
引
き
続
き
、
近
年
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
 
 

る
。
た
と
え
ば
、
テ
ー
マ
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
菊
池
弘
は
「
巧
み
な
描
写
を
部
分
的
に
示
す
も
の
以
上
に
は
出
な
い
底
の
浅
い
作
 
 

品
」
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
次
い
で
、
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
で
、
田
中
実
は
、
「
芥
川
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
主
人
公
の
次
郎
 
 

吉
の
視
点
で
重
吉
を
見
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
、
重
吉
の
卑
小
さ
に
対
し
て
次
郎
吉
の
一
種
の
絶
対
化
が
行
わ
れ
、
英
雄
像
の
形
成
 
 

を
よ
り
可
能
に
し
、
こ
の
小
説
の
痛
快
さ
の
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
よ
っ
て
い
る
。
最
後
に
主
人
公
の
正
体
が
分
か
る
作
品
の
構
造
は
『
奉
 
 

「
仮
面
」
 
の
深
層
に
お
け
る
構
造
 
 
 

－
芥
川
龍
之
介
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
試
論
 
 

黄
 
暁
 
波
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数
人
の
死
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
は
や
や
手
軽
で
作
者
の
人
生
観
や
人
間
認
識
も
う
か
が
わ
れ
ず
傑
作
に
は
ほ
ど
遠
い
」
T
）
 
 

と
解
説
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
材
源
研
究
に
関
し
て
は
、
「
講
釈
種
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ー
マ
は
シ
ン
グ
の
「
西
方
の
人
気
者
」
の
影
響
が
あ
ろ
う
」
互
と
 
 

い
っ
た
吉
田
精
一
の
指
摘
を
受
け
、
奥
野
久
美
子
は
、
参
考
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
講
談
本
に
つ
い
て
緻
密
な
考
察
を
行
い
、
主
題
論
 
 

へ
と
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
「
講
談
の
鼠
小
僧
に
親
し
ん
で
い
る
読
者
な
ら
、
オ
チ
ま
で
読
ま
ず
と
も
男
が
次
郎
吉
 
 

だ
と
読
め
る
」
可
能
性
を
示
し
、
「
大
悪
党
に
か
え
っ
て
頭
を
下
げ
る
と
い
う
大
衆
心
理
」
に
対
す
る
芥
川
の
批
判
が
見
ら
れ
る
と
し
、
 
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
「
講
談
の
次
郎
吉
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
」
で
、
そ
の
大
衆
心
理
の
卑
屈
さ
を
此
の
小
説
の
「
主
題
」
と
認
識
 
 

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
末
部
の
オ
チ
に
対
し
て
、
「
後
ま
で
ヒ
ン
ト
に
気
付
か
な
い
読
者
の
た
め
の
駄
目
押
し
と
い
う
効
果
も
あ
る
 
 

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
早
い
段
階
で
気
付
い
た
読
者
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
」
と
し
、
そ
こ
は
泄
談
話
に
詳
し
い
読
者
に
と
つ
て
、
「
男
 
 

が
鼠
小
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
驚
き
を
与
え
る
も
の
で
は
」
な
く
、
「
大
衆
心
理
を
批
判
し
た
は
ず
の
次
郎
吾
が
、
告
白
に
よ
っ
て
結
局
 
 

そ
の
心
理
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
可
笑
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
」
互
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
親
分
」
 
こ
そ
「
鼠
小
僧
」
に
違
い
な
い
と
い
う
読
み
に
対
し
て
、
石
割
透
は
、
「
そ
う
し
た
読
み
に
止
ま
 
 

る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
の
面
白
さ
は
半
減
す
る
」
と
い
い
、
「
親
分
」
 
の
 
「
（
本
体
）
は
不
明
、
そ
れ
は
複
数
の
人
物
で
あ
る
か
も
し
れ
 
 

な
い
し
、
実
在
し
て
い
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
多
様
で
複
雑
な
社
会
構
造
の
中
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
、
噂
や
情
報
が
 
 

行
き
交
う
中
で
は
、
も
は
や
人
間
は
（
仮
面
）
を
な
ん
ら
か
の
形
で
被
ら
な
い
で
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
（
仮
面
）
こ
そ
が
（
本
体
）
 
 

と
な
っ
た
、
人
間
の
希
薄
な
存
在
を
、
芥
川
は
こ
の
 
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
 
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
、
あ
る
人
物
を
謎
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
手
法
の
背
景
に
、
当
時
流
行
り
は
じ
め
た
探
偵
小
説
と
の
関
連
を
認
め
、
後
 
 

世
の
乱
歩
ら
の
探
偵
小
説
の
「
先
暇
を
な
す
作
品
」
三
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
此
の
謎
の
手
法
に
つ
い
て
、
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
宣
 
 

で
北
川
秋
雄
は
、
「
弱
者
は
軽
蔑
す
る
が
権
威
に
は
弱
い
と
い
う
庶
民
の
愚
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
と
考
え
れ
ば
む
し
ろ
結
末
は
、
本
 
 

物
の
出
現
と
い
う
よ
り
、
第
2
の
拐
り
と
し
て
読
む
ほ
う
が
面
白
い
」
と
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
石
割
論
の
補
足
と
見
な
し
う
る
。
 
 

本
稿
で
も
、
本
物
の
鼠
小
僧
が
特
定
で
き
な
い
と
い
う
石
割
・
北
川
説
を
踏
ま
え
て
論
述
を
進
め
た
い
。
 
 
 

以
上
、
先
行
論
を
大
ま
か
に
ま
と
め
て
本
稿
の
立
場
を
示
し
た
わ
け
だ
が
、
先
行
論
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
小
説
の
冒
頭
部
で
、
「
親
 
 

分
」
と
話
し
込
ん
で
い
る
「
色
白
い
子
分
」
を
考
察
の
対
象
に
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
芥
川
「
鼠
小
僧
次
郎
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吉
」
 
は
三
節
か
ら
な
っ
て
い
て
、
第
二
節
を
除
い
て
「
親
分
」
 
に
も
「
子
分
」
 
に
も
ほ
ぼ
同
じ
紙
幅
を
数
や
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
 
 

は
、
作
者
が
「
親
分
」
と
同
じ
く
「
子
分
」
を
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
 
「
子
分
」
と
 
 

い
う
人
物
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
主
役
と
思
わ
れ
る
「
親
分
」
 
の
人
物
造
形
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
つ
ま
り
、
彼
を
主
役
の
 
「
親
分
」
に
劣
ら
ず
力
を
入
れ
て
描
写
し
た
作
者
は
、
い
か
な
る
恵
閲
を
そ
こ
に
こ
め
た
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
こ
れ
ま
で
の
批
評
で
は
、
良
か
れ
慈
し
か
れ
、
殆
ど
結
尾
の
「
オ
チ
」
に
関
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
「
子
分
」
を
無
視
し
た
見
方
 
 

が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
こ
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
作
者
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
落
と
し
穴
が
仕
掛
け
ら
 
 

れ
て
い
て
、
そ
の
穴
に
陥
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
「
親
分
」
と
「
子
分
」
と
の
関
係
を
同
等
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
設
定
上
の
ト
リ
ッ
ク
と
全
体
の
構
 
 

造
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
に
託
さ
れ
た
あ
る
人
物
を
謎
の
ま
ま
に
し
て
お
く
手
法
に
こ
 
 

れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
 
 

二
 
芥
川
は
ど
れ
だ
け
「
鼠
小
僧
」
 
の
史
実
に
認
識
を
持
つ
か
 
 

本
論
に
入
る
ま
え
に
、
芥
川
自
身
が
言
及
し
た
言
説
か
ら
、
「
鼠
小
僧
」
と
い
う
歴
史
的
人
物
に
作
者
芥
川
が
ど
れ
だ
け
の
情
報
を
 
 

把
握
し
て
い
た
の
か
、
特
に
弼
談
や
歌
舞
伎
や
狂
言
な
ど
演
劇
性
を
除
去
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
 
（
史
実
）
 
に
対
し
て
ど
の
よ
う
 
 

な
文
献
を
参
考
に
し
た
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
芥
川
の
子
供
時
代
か
ら
馴
染
み
の
本
所
両
国
の
鼠
小
僧
の
塞
が
あ
る
本
所
両
国
の
回
向
院
の
こ
と
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
芥
川
が
残
し
た
作
品
群
で
触
れ
た
と
こ
ろ
も
何
箇
所
か
み
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
芥
川
少
年
 
 

が
関
連
史
料
の
造
詣
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
一
九
一
七
年
十
月
二
十
日
よ
り
十
一
月
四
 
 

日
ま
で
『
大
阪
毎
日
新
聞
夕
刊
』
に
連
載
さ
れ
た
 
「
戯
作
三
昧
」
 
に
、
次
の
よ
う
な
詣
が
あ
る
。
（
本
稿
で
の
原
文
引
用
は
、
一
九
九
 
 

八
年
の
岩
波
書
店
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
に
よ
る
）
 
 

鼠
小
僧
次
郎
太
夫
は
、
今
年
五
月
の
上
旬
に
召
捕
ら
れ
て
、
八
月
の
中
旬
に
獄
門
に
な
つ
た
。
評
判
の
高
い
大
賊
で
あ
る
。
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そ
れ
が
大
名
屋
敷
ば
か
り
忍
び
込
ん
で
、
盗
ん
だ
金
は
窮
民
へ
施
し
た
と
云
ふ
所
か
ら
、
当
時
は
義
賊
と
い
う
妙
な
名
前
が
、
 
 
 

一
般
に
こ
の
盗
人
の
代
名
詞
に
な
っ
て
、
ど
こ
で
も
盛
に
持
て
嚇
さ
れ
て
ゐ
 
 

「
な
に
し
ろ
先
生
、
盗
み
に
は
い
つ
御
大
名
屋
敷
が
七
十
六
軒
、
盗
ん
だ
金
が
三
千
百
八
十
三
両
二
分
だ
と
云
ふ
の
だ
か
ら
 
 

驚
き
ま
す
。
盗
人
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
す
が
、
中
々
唯
の
人
間
に
出
来
る
事
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ご
 
（
第
三
巻
・
十
九
頁
）
 
 

「
つ
ま
り
ま
づ
賊
中
の
豪
な
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
な
。
な
ん
で
も
以
前
は
荒
尾
但
馬
守
様
の
御
供
押
し
か
何
か
を
勤
め
 
 

た
事
が
あ
る
さ
う
で
、
お
屋
敷
方
の
案
内
に
明
い
の
は
、
そ
の
せ
ゐ
だ
さ
う
で
）
」
ざ
い
ま
す
。
引
廻
し
を
見
た
も
の
ト
詣
を
聞
 
 

き
ま
す
と
、
で
っ
ぷ
り
し
た
、
愛
橋
の
あ
る
男
だ
さ
う
で
、
そ
の
時
は
紺
の
越
後
縮
の
帽
子
に
、
下
へ
は
白
練
の
単
衣
を
着
て
 
 

ゐ
た
と
申
し
ま
す
が
 
（
後
略
）
」
 
（
第
三
巻
・
十
九
－
二
十
頁
）
 
 

右
の
引
用
の
傍
線
部
分
は
、
「
戯
作
三
昧
」
 
の
典
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
饗
庭
墓
相
の
『
馬
琴
日
記
紗
』
互
の
 
「
鼠
小
僧
の
事
」
 
 

を
参
考
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
珍
聞
・
怪
談
を
記
載
し
た
と
い
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
『
甲
子
夜
話
』
 
 

で
あ
る
。
現
在
ま
で
出
版
さ
れ
た
芥
川
全
作
品
に
は
、
直
接
こ
の
本
に
言
及
し
た
記
録
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
怪
奇
趣
味
で
 
 

世
に
知
ら
れ
た
芥
川
に
と
つ
て
、
こ
の
本
は
実
に
い
い
素
材
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
芥
川
は
、
か
つ
て
森
鴎
外
 
「
佐
橋
甚
五
郎
」
 
 

に
触
れ
て
い
た
。
鴎
外
の
作
品
は
、
『
甲
子
夜
話
』
な
ど
の
関
連
資
料
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
文
学
界
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
 
 

い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
芥
川
も
十
分
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
『
甲
子
夜
話
』
に
は
、
「
鼠
小
僧
と
い
う
大
盗
」
 
に
前
後
あ
わ
せ
て
四
箇
所
に
詳
細
な
記
載
T
。
）
が
あ
る
。
本
テ
ク
ス
ト
と
か
 
 

か
わ
る
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。
 
 

ま
づ
鼠
と
謂
ふ
ゆ
ゑ
は
、
こ
の
男
小
穴
人
の
通
ふ
べ
か
ら
ざ
る
処
に
出
入
し
、
屏
壁
を
上
り
、
架
梁
を
走
る
等
、
鼠
の
如
き
 
 

を
以
て
な
り
。
小
僧
と
は
総
じ
て
盗
み
を
弓
す
る
の
称
な
り
 
（
巻
七
十
八
）
 
 

獄
門
首
の
容
林
 
 

「
 
平
顔
に
て
円
き
方
肥
肉
の
方
 
 

193   



77  

「
 
う
す
あ
ば
た
有
り
 
 

「
色
白
き
 
 

二
∴
髪
う
す
く
月
代
の
び
ゐ
た
れ
ど
目
だ
ゝ
ず
 
 

一
、
目
は
小
さ
く
見
へ
し
 
 
 

∴
眉
常
人
よ
り
蒋
き
方
 
 

一
体
見
た
る
所
、
悪
党
の
顔
色
脚
も
煙
く
、
何
か
に
も
柔
和
に
人
物
好
く
、
職
人
体
に
見
へ
し
（
中
略
）
 
 

又
其
日
、
衆
菊
と
云
茶
店
に
、
我
が
中
の
婦
往
合
ひ
て
聞
し
は
、
か
の
盗
英
日
の
体
は
、
縮
蘭
梅
の
着
も
の
に
、
八
反
の
帯
 
 
 

び
を
し
め
、
白
き
神
絆
者
、
薄
化
粧
し
に
口
紅
を
施
せ
し
と
。
こ
れ
店
の
婦
目
撃
と
云
。
 
 

其
方
儀
亭
略
）
右
依
科
、
入
墾
之
上
中
追
放
相
成
候
処
、
入
墾
を
消
紛
、
猶
番
卒
不
相
止
（
後
略
〓
巻
八
十
こ
 
 

以
上
の
抜
粋
の
傍
線
部
分
は
、
テ
ク
ス
ト
の
抽
写
と
は
多
少
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
服
装
の
箇
所
に
は
、
 
 

共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
テ
ー
マ
が
織
り
成
さ
れ
た
「
親
分
」
の
語
る
膏
薬
の
次
の
箇
所
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

お
れ
は
八
開
の
明
か
り
の
下
で
、
薬
缶
頭
の
番
頭
が
、
あ
の
飲
ん
だ
く
れ
の
胡
麻
の
蝿
に
、
桝
の
酒
を
飲
ま
せ
て
ゐ
る
の
を
 
 
 

見
た
ら
、
何
も
こ
の
山
甚
の
奉
公
人
ば
か
り
と
は
限
ら
無
え
、
世
間
の
奴
等
の
英
迦
々
々
し
さ
が
、
可
笑
し
く
つ
て
、
可
笑
し
 
 

く
つ
て
、
こ
て
え
ら
れ
無
か
っ
た
。
 
 

こ
こ
の
傍
線
箇
所
は
、
実
は
『
浮
世
の
有
様
』
T
⊥
で
文
を
締
め
く
く
る
の
に
よ
く
使
わ
れ
た
定
型
句
で
あ
る
。
「
鼠
小
僧
」
に
つ
 
 

い
て
の
記
載
に
も
そ
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
田
村
庸
魚
『
泥
坊
づ
く
し
』
T
リ
。
の
次
の
文
か
ら
、
薬
付
け
ら
れ
る
 
 

だ
ろ
う
、
「
江
戸
末
期
に
於
け
る
武
門
武
士
は
、
廿
七
八
年
戦
役
以
前
の
酒
国
の
や
う
な
も
の
で
、
そ
の
実
力
を
未
知
数
に
附
し
て
、
 
 

単
に
外
形
か
ら
牽
い
も
の
だ
と
臆
測
し
て
居
っ
た
の
で
す
。
た
ま
た
ま
鼠
小
僧
に
教
へ
ら
れ
て
、
「
浮
世
の
有
様
」
の
著
者
の
や
う
に
、
 
 

『
諸
大
名
悉
右
盗
人
に
逢
候
事
浅
間
敷
事
也
、
世
の
中
に
大
名
程
役
に
立
た
ぬ
は
な
し
、
其
の
禄
を
食
む
士
共
、
こ
れ
に
て
推
計
る
 
 

べ
し
、
鳴
呼
太
平
な
る
故
、
可
笑
々
々
々
皇
と
発
明
し
た
者
も
あ
り
ま
し
た
」
。
 
 
 

以
上
提
示
し
た
文
献
は
、
作
者
芥
川
が
、
少
年
時
代
か
ら
江
戸
の
本
所
回
向
院
周
辺
の
暮
ら
し
の
雰
囲
気
の
中
で
、
江
戸
趣
味
に
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ま
つ
わ
る
群
書
を
博
覧
し
た
時
に
接
触
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

三
 
嘘
に
つ
い
て
 
 

小
さ
い
頃
か
ら
鼠
小
僧
の
墓
が
あ
る
回
向
院
の
近
く
に
住
み
、
講
談
や
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
的
な
語
り
や
芝
居
を
見
聞
き
す
る
と
 
 

い
っ
た
旺
盛
な
好
奇
心
を
示
し
た
芥
川
に
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
な
文
献
ま
で
も
参
考
し
た
か
ら
に
は
、
「
鼠
小
僧
」
 
 

に
対
し
て
一
般
的
と
い
え
る
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
鼠
小
僧
」
は
本
職
が
鳶
人
足
で
、
小
柄
で
、
行
動
敏
捷
な
 
 

侠
客
の
よ
う
な
義
賊
で
あ
る
と
い
っ
た
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
実
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
確
実
に
盗
人
に
も
っ
と
も
ふ
さ
 
 

わ
し
く
て
、
そ
う
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
ま
ず
先
行
研
究
に
従
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
 
「
親
分
」
は
鼠
小
僧
で
あ
る
と
見
な
し
て
み
よ
う
。
本
職
は
唐
人
足
で
あ
る
は
ず
 
 

と
設
定
さ
れ
て
旅
立
っ
た
。
小
説
の
第
二
節
で
は
「
親
分
」
は
こ
の
一
人
旅
の
見
聞
諦
を
「
子
分
」
に
聞
か
せ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
 
 

だ
っ
た
盗
賊
で
「
親
分
」
と
呼
ば
れ
る
男
は
、
テ
ク
ス
ト
の
第
二
節
で
悪
い
天
気
に
も
弱
そ
う
に
み
え
る
「
旅
な
れ
無
え
江
戸
っ
子
」
 
 
 

か
ら
、
こ
の
 
「
親
分
」
が
一
人
称
語
り
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
や
が
て
自
分
を
鼠
小
僧
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
重
吉
の
 
 

登
場
の
伏
線
と
す
る
た
め
に
、
「
お
れ
の
旅
慣
れ
無
え
の
が
、
通
り
が
か
り
の
人
目
に
も
、
気
の
毒
た
ら
し
か
っ
た
の
に
適
え
無
え
」
 
 

と
繰
り
返
す
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
鳶
人
足
と
い
う
職
人
は
、
よ
く
職
場
を
変
え
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
 
 

ち
こ
ち
を
旅
し
た
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
旅
慣
れ
無
え
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
親
分
」
が
「
子
分
」
に
話
し
た
回
想
の
な
か
で
 
 

三
年
前
の
旅
は
、
甲
州
街
道
に
お
け
る
初
め
て
の
旅
だ
と
分
か
つ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
「
そ
り
や
さ
う
願
へ
れ
ば
、
私
も
寂
し
く
 
 

な
く
つ
て
好
い
。
だ
が
私
は
生
憎
と
、
始
め
て
来
た
八
王
子
だ
、
ど
こ
も
旅
龍
を
知
れ
無
え
が
」
と
い
う
「
親
分
」
 
の
言
葉
で
表
現
 
 

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
言
葉
は
、
話
が
進
み
、
八
王
子
で
「
親
分
」
 
に
出
会
っ
た
重
吉
と
の
会
話
の
文
脈
に
つ
ら
な
る
と
 
 

理
解
し
て
も
よ
く
、
あ
る
い
は
こ
の
セ
リ
フ
の
発
信
者
（
「
親
分
」
）
 
の
旅
心
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
て
も
申
し
分
の
な
い
答
え
で
 
 

あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
の
文
で
語
り
手
か
ら
は
何
の
説
明
も
な
い
の
で
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
手
は
「
親
分
」
が
八
王
子
 
 

は
始
め
て
だ
と
疑
い
な
く
信
じ
て
し
ま
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
八
王
子
の
旅
稚
屋
で
盗
人
と
み
な
さ
れ
た
重
吉
が
縄
で
縛
ら
れ
る
と
、
い
よ
い
よ
塵
吉
は
鼠
小
僧
の
名
を
名
乗
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っ
て
、
自
慢
話
を
す
る
場
面
に
な
る
。
す
る
と
、
前
の
疑
惑
は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
誼
吉
の
諸
に
出
 
 

て
く
る
地
名
を
検
討
し
て
い
く
と
、
「
三
隼
前
雷
獣
様
を
手
捕
り
に
し
た
場
所
」
 
の
楯
山
宿
、
「
は
屋
へ
忍
び
込
み
、
有
り
金
を
残
ら
 
 

ず
掻
つ
櫻
つ
」
 
た
八
王
子
宿
、
「
金
飛
脚
を
∴
入
組
し
」
 
た
小
仏
峠
、
「
土
蔵
を
破
つ
し
 
た
府
中
、
「
つ
け
火
を
し
j
 
た
日
野
宿
、
い
ず
 
 

れ
も
甲
州
街
道
沿
い
の
場
所
だ
と
分
か
る
。
亀
吉
の
自
慢
話
を
聞
い
た
旅
馳
屋
の
奉
公
人
た
ち
の
反
応
か
ら
、
前
に
列
挙
し
た
場
所
 
 

で
起
こ
し
た
慾
事
は
鼠
小
僧
の
仕
業
だ
と
い
う
姑
通
す
る
誰
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
断
で
き
る
い
 
そ
う
す
る
と
、
も
し
も
「
親
分
」
 
 

が
本
物
の
鼠
小
僧
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
こ
の
 
「
旅
」
の
前
に
甲
州
街
道
に
進
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
り
し
か
し
、
「
親
分
」
は
「
始
 
 

め
て
来
た
八
王
子
」
 
と
亀
吉
に
答
え
て
い
る
。
鼠
小
僧
は
、
「
親
分
」
 
と
は
適
う
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
が
 
「
親
分
」
 
 

と
鼠
小
僧
と
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
意
図
は
、
こ
の
文
脈
的
な
矛
盾
に
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
 
「
三
年
前
」
 
と
い
う
時
間
的
設
定
も
妙
な
こ
と
で
前
後
合
わ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
ま
ず
、
以
下
の
引
 
 

用
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
 
 

①
 
丁
度
今
か
ら
三
年
前
、
お
れ
が
盆
黎
遊
の
上
の
達
て
引
き
か
ら
、
江
戸
を
売
つ
た
時
の
事
だ
。
（
ニ
ー
五
頁
）
 
 

②
 
「
何
が
胡
麻
の
雌
が
え
ら
か
ん
べ
い
。
三
年
前
の
大
夕
立
に
雷
獣
様
を
手
捕
り
に
し
た
、
横
山
宿
の
拗
太
と
は
お
ら
が
串
 
 

だ
。
お
ら
が
身
も
ん
で
え
を
一
つ
す
り
や
、
う
ぬ
が
や
う
な
胡
麻
の
蝿
は
、
踏
み
殺
さ
れ
る
と
云
ふ
事
を
知
ん
無
え
か
。
」
 
（
二
 
 

二
四
頁
）
 
 

③
 
「
は
て
、
こ
の
お
れ
が
云
ふ
の
だ
か
ら
、
本
望
に
適
え
無
え
ぢ
や
無
え
か
。
事
前
に
や
ま
だ
明
か
さ
な
か
つ
た
が
、
三
年
 
 

前
に
鼠
小
僧
と
江
戸
で
噂
が
高
か
つ
た
の
は
 
ー
 
」
と
云
ふ
と
、
猪
口
を
控
へ
た
億
、
鋭
く
あ
た
り
へ
目
を
く
ぼ
っ
て
、
 
 

「
こ
の
和
泉
屋
の
次
郎
吉
の
事
だ
」
 
（
二
三
三
頁
）
 
 

こ
の
三
つ
の
引
用
に
お
い
て
は
、
①
と
③
は
 
「
親
分
」
 
が
 
「
三
年
前
」
 
の
出
来
事
に
つ
い
て
 
「
子
分
」
 
の
裸
松
に
回
想
と
し
て
喋
 
 

っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
ひ
 
二
人
の
対
話
す
る
 
「
今
日
」
 
か
ら
三
年
前
に
、
「
親
分
」
 
は
重
吉
と
出
会
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
 
 

②
は
重
吉
が
 
「
鼠
小
僧
」
 
の
名
を
盗
ん
で
自
ら
ア
ピ
ー
ル
し
た
自
慢
話
で
あ
る
。
重
吉
が
語
っ
た
 
「
三
年
前
」
 
は
、
重
吉
に
対
し
て
 
 

も
そ
の
場
に
い
た
 
「
親
分
」
 
に
対
し
て
も
「
三
年
前
」
 
で
あ
り
、
鼠
小
僧
に
か
か
わ
っ
た
噂
は
 
「
親
分
」
が
旅
立
つ
三
年
前
か
ら
も
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は
や
あ
っ
た
「
昔
」
 
の
こ
と
と
な
り
、
数
え
て
み
る
と
、
こ
の
小
説
の
冒
頭
部
分
で
「
親
分
」
が
「
子
分
」
 
に
告
白
し
た
 
「
今
日
」
 
 

の
対
話
か
ら
す
る
と
、
六
年
前
の
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
鼠
小
僧
次
郎
吉
は
い
る
は
ず
が
な
い
時
間
に
は
み
出
し
て
し
ま
い
、
い
た
は
ず
で
あ
る
期
間
に
は
不
在
だ
っ
た
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
、
時
間
と
空
間
の
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
仮
に
、
ま
ず
「
親
分
」
 
 

が
本
物
の
鼠
小
僧
だ
と
す
る
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
第
二
節
で
は
、
「
親
分
」
の
「
お
れ
」
は
第
一
次
の
聞
き
手
の
重
吉
に
も
第
二
次
 
 

の
聞
き
手
の
「
子
分
」
の
裸
松
に
も
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
で
、
も
し
「
親
分
」
が
本
物
の
鼠
小
僧
で
は
な
い
 
 

と
す
る
と
、
彼
は
裸
松
な
い
し
テ
ク
ス
ト
の
読
み
手
に
発
信
し
た
「
鼠
小
僧
と
江
戸
で
噂
が
高
か
っ
た
の
は
こ
の
和
泉
屋
の
次
郎
吉
 
 

の
事
だ
」
と
い
う
こ
と
も
嘘
に
な
る
。
あ
え
て
作
者
は
「
親
分
」
に
嘘
を
つ
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
 
「
親
分
」
と
重
吉
の
語
り
に
お
け
る
い
く
つ
も
の
矛
盾
の
た
め
に
、
そ
の
オ
チ
に
よ
っ
て
、
「
親
分
」
が
 
 

本
物
の
鼠
小
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
本
物
の
鼠
小
僧
で
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
の
 
「
親
分
」
 
の
語
 
 

り
か
ら
は
、
判
断
が
下
せ
な
い
状
況
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
の
物
語
内
容
は
真
／
偽
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 

四
 
嘘
が
信
じ
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
意
味
 
 

こ
の
重
吉
の
嘘
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
で
は
テ
ー
マ
と
結
び
つ
く
肝
心
な
箇
所
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
こ
 
 

で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
テ
ク
ス
ト
で
唯
一
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
「
嘘
」
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。
こ
の
嘘
の
成
立
に
 
 

は
、
当
時
鼠
小
僧
と
い
う
名
高
い
 
「
義
賊
」
の
名
声
、
そ
れ
に
旅
鶴
屋
の
聴
衆
た
ち
が
彼
を
ヒ
ー
ロ
ー
と
見
な
し
て
い
る
妄
信
が
大
 
 

き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
作
者
芥
川
は
旅
龍
屋
の
人
た
ち
の
心
理
を
時
代
背
景
と
結
び
つ
け
て
、
「
赤
 
 

貧
の
為
に
、
赤
手
空
拳
よ
く
武
士
階
級
と
富
豪
を
襲
ふ
て
金
子
を
窃
取
し
、
夫
を
貧
者
に
恵
他
し
小
さ
い
乍
ら
も
反
抗
を
示
し
た
者
 
 

の
あ
る
事
を
知
る
と
共
に
、
某
義
気
の
発
露
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
斯
る
崎
形
的
文
化
世
相
に
あ
つ
て
は
、
之
を
義
賊
と
讃
称
し
て
、
 
 

悪
を
も
歎
美
す
る
と
云
ふ
変
態
心
理
状
態
に
あ
っ
た
事
は
、
蓋
し
避
け
難
き
自
然
の
趨
勢
で
あ
っ
た
」
T
ユ
ろ
う
と
皮
肉
な
眼
差
し
 
 

で
捉
え
返
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
崎
形
的
な
文
化
世
相
」
や
「
変
態
心
理
」
は
芥
川
の
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
「
妙
な
名
前
」
（
『
戯
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作
三
昧
』
か
ら
の
引
用
を
参
照
）
 
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
歪
ん
だ
心
理
に
よ
れ
ば
、
「
鼠
小
僧
」
 
の
名
を
聞
く
だ
け
で
、
 
 

い
く
ら
 
「
途
方
も
無
え
悪
事
」
 
ば
か
り
を
や
っ
て
い
て
も
、
優
遇
し
て
や
ろ
う
と
す
る
変
態
に
近
い
と
も
い
え
る
 
「
愚
」
 
が
分
か
ら
 
 

な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
旅
籠
屋
の
聴
衆
の
 
「
愚
」
＝
妄
信
は
自
ら
皮
肉
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

た
だ
た
と
え
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
妄
信
の
背
後
に
、
マ
ス
コ
ミ
的
に
働
い
た
大
衆
の
共
通
認
識
の
形
式
と
い
う
背
任
も
問
 
 

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
聞
い
た
話
あ
る
い
は
自
ら
見
た
こ
と
を
合
理
的
な
価
値
基
準
で
判
断
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
と
す
れ
ば
、
 
 

そ
れ
自
体
、
も
っ
と
も
「
愚
」
と
い
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
親
分
」
に
た
だ
ち
に
嘘
が
見
破
ら
れ
た
重
吉
の
「
恩
」
 
 

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
重
吉
も
妄
信
を
作
り
上
げ
た
二
貝
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
群
衆
の
被
誘
と
軽
信
の
心
 
 

理
」
T
▲
．
）
を
授
精
に
利
用
し
て
、
旅
籠
屋
の
人
間
全
部
に
嘘
を
信
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
第
三
節
で
指
摘
し
た
 
「
親
分
」
 
の
嘘
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
旅
立
つ
時
の
悪
天
候
や
旅
装
束
な
ど
生
き
生
き
と
し
 
 

た
描
写
は
実
に
計
算
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
三
人
称
の
語
り
手
は
、
「
親
分
」
 
の
 
「
お
れ
」
 
に
変
わ
る
こ
と
で
、
一
人
称
で
 
 

語
り
始
め
る
。
枠
小
説
と
し
て
、
こ
の
小
説
が
 
「
親
分
J
 
の
八
王
子
で
の
体
験
を
語
る
と
い
う
形
式
に
沿
お
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

「
親
分
」
 
の
旅
装
束
と
「
旅
慣
れ
な
え
」
 
「
気
の
毒
」
さ
と
が
重
吉
な
ど
の
 
「
通
り
が
～
り
の
人
」
を
騙
す
と
と
も
に
、
か
え
っ
て
 
「
こ
 
 

れ
は
旅
慣
れ
な
い
江
戸
っ
子
だ
」
 
と
旅
路
の
人
々
か
ら
信
頼
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
旅
慣
れ
無
」
 
え
身
振
 
 

り
や
旅
装
束
な
ど
に
よ
っ
て
わ
ざ
と
 
「
気
の
毒
さ
」
 
を
装
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
描
写
は
確
実
に
結
末
の
プ
ロ
ッ
ト
と
前
後
呼
 
 

応
し
、
「
親
分
」
 
が
意
識
的
に
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
自
己
の
身
分
を
隠
す
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
前
提
の
上
で
、
「
親
分
」
 
が
旅
籠
屋
で
胡
麻
の
蝿
と
遭
遇
し
た
後
、
「
勘
定
」
 
を
終
え
て
再
び
出
発
し
よ
う
と
す
る
時
 
 

点
で
、
梯
子
口
で
重
吉
の
話
を
偶
然
に
聞
い
た
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
表
現
法
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
「
親
分
」
 
 

の
騙
り
方
は
、
重
吉
の
自
己
宣
伝
の
方
法
と
な
ん
と
な
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
と
も
に
、
反
復
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
 
 

好
奇
心
を
惹
き
起
こ
す
よ
う
に
、
色
々
な
仕
掛
け
を
提
示
し
っ
つ
、
最
後
に
 
「
正
体
」
 
を
明
か
す
と
い
っ
た
手
法
を
採
っ
て
い
る
か
 
 

ら
で
あ
る
。
「
親
分
」
 
の
場
合
で
は
、
 
 

「
す
る
と
、
そ
の
中
に
ど
う
云
ふ
訳
か
、
度
々
さ
つ
き
手
前
の
話
し
た
、
鼠
小
僧
と
云
ふ
名
が
出
る
ぢ
や
無
え
か
。
お
れ
は
妙
 
 

だ
と
思
っ
て
の
、
両
掛
の
行
李
を
下
げ
た
億
、
梯
子
口
か
ら
下
を
覗
い
て
見
る
と
、
広
い
土
間
の
ま
ん
中
に
や
、
あ
の
越
後
屋
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重
吉
と
云
ふ
木
念
人
が
、
縄
尻
は
柱
に
括
ら
れ
な
が
ら
、
大
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
ゐ
や
が
る
。
…
薬
缶
頭
か
ら
湯
気
を
立
て
て
、
 
 

忌
々
し
さ
う
に
何
か
云
ふ
の
を
聞
き
や
、
（
後
略
）
」
 
（
二
ニ
ー
－
二
二
三
頁
）
 
 
 

と
い
う
よ
う
に
（
垣
間
見
）
や
（
盗
み
聞
き
）
な
ど
の
よ
う
な
手
段
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
よ
り
先
は
ど
う
展
開
す
る
か
と
 
 

い
う
聞
き
手
の
聞
こ
う
と
す
る
神
経
あ
る
い
は
欲
望
が
刺
激
さ
れ
て
い
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
照
応
的
で
、
重
吉
の
ほ
う
に
 
 

お
い
て
も
、
絶
え
間
な
く
甲
州
街
道
で
世
間
に
知
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
途
方
も
な
え
悪
事
」
を
「
豪
勢
」
に
「
餞
舌
り
立
て
」
い
 
 

た
。
旅
籠
屋
の
「
田
舎
者
」
な
ど
に
は
、
「
あ
の
野
郎
の
ぽ
ん
ぽ
ん
云
ふ
事
が
、
ち
つ
と
は
効
き
目
が
あ
つ
た
だ
ら
う
」
と
い
う
よ
う
 
 

に
、
結
局
重
吉
の
諸
に
乗
っ
た
挙
句
に
、
「
番
頭
の
薬
缶
頭
め
」
は
「
何
と
思
い
や
が
っ
た
か
横
手
を
打
っ
」
て
、
「
や
、
読
め
た
ぞ
。
 
 

読
め
た
ぞ
。
あ
の
鼠
小
僧
と
云
ふ
の
は
、
さ
て
は
お
ぬ
し
の
滞
名
だ
な
」
と
引
っ
か
か
つ
て
し
ま
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
で
も
、
問
題
な
の
は
、
そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
た
仕
掛
け
に
引
っ
か
か
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
べ
て
聞
き
手
あ
る
い
は
読
 
 

者
の
判
断
次
第
と
は
い
え
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
聞
か
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
騙
り
の
焦
点
を
ど
こ
に
絞
ろ
う
と
す
る
か
と
い
う
問
 
 

題
と
な
る
。
「
親
分
」
と
い
う
人
物
が
語
り
手
に
な
っ
た
第
二
節
で
は
、
彼
は
重
吉
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
聞
き
手
に
代
わ
り
、
そ
れ
を
伝
 
 

え
る
た
め
の
語
り
手
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
重
吉
に
挟
み
込
ま
れ
た
暗
示
に
引
っ
か
か
る
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
に
、
彼
の
騙
り
方
の
 
 

ほ
う
で
も
重
吉
よ
り
う
ま
い
の
は
、
聞
き
手
の
野
次
馬
心
理
を
利
用
し
て
い
る
か
ら
だ
。
「
梯
子
口
」
で
「
覗
い
て
」
聞
い
た
話
と
い
 
 

う
の
は
読
者
に
好
奇
心
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
に
は
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
次
い
で
、
梯
子
口
で
暗
示
的
な
心
理
描
写
が
 
 

三
箇
所
お
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
「
親
分
」
が
梯
子
を
降
り
る
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
実
は
梯
子
を
折
り
か
け
た
お
れ
も
、
あ
ん
ま
り
あ
 
 

の
野
郎
の
権
幕
が
御
大
さ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
又
中
段
に
足
を
止
め
て
、
も
う
少
し
下
の
成
行
き
を
眺
め
て
ゐ
る
気
に
な
つ
た
の
よ
。
」
 
 

（
二
二
四
頁
）
と
、
「
お
れ
は
あ
ん
ま
り
莫
迦
ら
し
い
か
ら
、
も
う
見
て
ゐ
る
が
も
の
は
無
え
と
思
っ
て
、
二
三
段
梯
子
を
下
り
か
け
 
 

た
が
…
そ
れ
が
聞
き
た
さ
に
も
う
一
度
、
う
す
つ
暗
え
梯
子
の
中
段
へ
足
を
止
め
た
と
思
ひ
ね
え
。
」
（
二
二
七
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

こ
れ
ら
梯
子
口
で
の
場
面
を
だ
ん
だ
ん
読
ん
で
い
く
と
、
冒
頭
部
分
の
親
分
の
身
振
り
や
旅
装
束
に
関
す
る
描
写
を
思
い
出
し
て
、
〓
 
 

時
的
）
 
で
あ
っ
て
も
、
容
易
に
「
親
分
の
ほ
う
が
本
物
の
鼠
小
僧
だ
ろ
う
」
と
の
考
え
が
読
者
の
心
理
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
 
 

い
だ
ろ
う
か
。
「
覗
き
」
を
利
用
し
た
騙
り
方
は
、
語
り
手
自
ら
の
目
線
に
よ
っ
て
切
迫
し
た
臨
場
感
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
 
 

映
像
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
創
作
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
臨
場
感
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
染
力
が
発
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生
し
、
あ
る
意
見
が
読
み
手
の
中
で
形
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
疑
う
べ
く
も
な
い
威
厳
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
 
 

と
い
う
創
作
技
法
も
容
認
で
き
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
「
親
分
」
を
本
物
の
鼠
小
僧
と
判
断
す
る
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
た
読
者
は
騙
さ
れ
て
し
寧
っ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
 
 

前
の
重
吉
は
嘘
を
つ
い
た
こ
と
が
す
っ
か
り
暴
露
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
今
度
の
 
「
親
分
」
 
の
ほ
う
は
正
英
正
銘
の
鼠
小
僧
だ
ろ
う
と
 
 

軽
く
笑
っ
て
倍
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
テ
ク
ス
ト
に
は
「
親
分
」
が
 
「
本
物
の
鼠
小
僧
だ
」
と
の
暗
示
が
さ
ま
ざ
 
 

ま
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
て
、
す
べ
て
聞
き
手
や
読
者
の
判
断
を
紛
ら
わ
す
権
威
的
に
み
え
る
要
素
が
十
分
設
置
さ
れ
て
あ
る
。
奥
野
 
 

説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
親
分
の
衣
装
や
髪
型
や
持
ち
物
な
ど
か
ら
、
講
談
に
慣
れ
た
読
者
に
は
と
っ
く
に
親
分
は
鼠
小
僧
で
あ
る
こ
 
 

と
が
分
か
る
」
と
い
っ
た
「
仮
面
」
的
な
動
因
と
直
接
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
仕
掛
け
ら
れ
た
落
と
し
穴
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 
 

人
物
の
 
「
仮
面
」
 
の
一
種
と
理
解
さ
れ
る
「
衣
装
」
類
に
対
す
る
重
視
が
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
第
三
節
で
挙
げ
た
文
脈
の
矛
盾
点
 
 

を
軽
視
化
な
い
し
無
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
 
 
 

実
は
、
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
も
作
者
に
よ
っ
て
巧
妙
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
タ
イ
ト
 
 

ル
が
読
み
手
の
目
に
入
っ
た
最
初
か
ら
、
講
談
や
芝
居
な
ど
を
通
し
て
読
者
の
中
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
江
戸
の
義
賊
で
あ
る
 
「
鼠
小
 
 

僧
」
 
の
イ
メ
ー
ジ
が
テ
ク
ス
ト
の
生
産
に
参
入
し
て
い
る
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど
る
に
せ
よ
、
 
 

「
鼠
小
僧
」
 
の
物
語
に
対
す
る
既
成
の
情
報
と
し
て
、
つ
ま
り
一
種
の
原
型
と
し
て
、
読
者
の
頭
の
中
で
は
テ
ク
ス
ト
の
筋
立
に
混
 
 

入
さ
せ
な
が
ら
意
味
作
用
を
働
か
せ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
 
（
原
型
）
 
が
あ
る
だ
け
に
、
 
 

講
談
を
熟
知
し
た
読
者
に
と
っ
て
は
 
「
オ
チ
ま
で
読
ま
ず
と
も
男
が
次
郎
吉
だ
と
読
め
る
」
T
5
〉
と
い
う
読
み
が
出
て
く
る
の
も
認
 
 

め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
テ
ク
ス
ト
と
結
び
つ
け
る
と
、
読
者
の
中
に
あ
る
原
型
に
よ
っ
て
 
「
鼠
小
僧
」
 
に
関
す
る
 
 

人
物
造
形
が
比
重
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
人
物
造
型
と
は
、
彼
が
身
に
付
け
る
「
衣
装
」
 
で
あ
り
、
ま
た
「
外
形
」
 
の
こ
と
で
あ
る
 
 

と
こ
ろ
か
ら
、
芥
川
作
品
か
ら
読
者
が
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
も
そ
れ
ら
に
偏
る
の
も
自
然
な
わ
け
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
衣
装
」
を
含
め
た
人
物
描
写
は
嘘
の
つ
き
手
（
重
吉
や
親
分
な
ど
）
 
の
助
け
に
な
り
、
そ
れ
は
文
字
通
り
中
身
を
 
 

覆
い
隠
す
た
め
の
 
「
仮
面
」
 
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
に
秘
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
矛
盾
は
、
「
こ
の
テ
ク
ス
 
 

ト
を
読
ん
で
い
る
あ
な
た
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
旅
籠
屋
の
人
た
ち
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
出
さ
れ
た
情
報
を
分
析
も
せ
ず
、
そ
 
 

の
ま
ま
信
じ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
」
と
作
者
が
読
者
の
反
応
を
予
想
し
な
が
ら
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
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る
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
容
易
に
見
破
れ
な
い
 
「
嘘
」
 
を
織
り
込
ん
だ
描
き
方
に
託
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
 
 

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
結
論
と
し
て
、
物
語
を
 
 

め
ぐ
つ
て
多
重
化
さ
れ
た
聞
き
手
 
（
そ
こ
に
読
者
も
含
ま
れ
る
）
を
主
体
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
検
討
し
て
結
び
と
し
よ
う
。
 
 

五
 
鏡
像
関
係
と
円
環
構
造
 
 

テ
ク
ス
ト
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
重
吉
の
嘘
を
核
に
、
そ
の
核
を
包
む
か
の
よ
う
に
し
て
、
「
親
分
」
 
の
物
語
が
あ
り
、
そ
し
て
冒
頭
 
 

と
結
末
に
 
「
親
分
」
と
 
「
子
分
」
 
の
会
話
が
そ
れ
ら
を
挿
み
込
み
と
い
っ
た
入
れ
籠
構
造
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
 
 

で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
親
分
」
 
「
子
分
」
 
の
関
係
は
、
テ
ク
ス
ト
の
創
作
と
の
関
連
性
で
あ
り
、
 
 
 

「
親
分
」
が
旅
す
る
前
に
外
部
か
ら
規
定
さ
れ
た
因
縁
で
の
親
分
、
子
分
の
よ
う
な
関
係
で
は
な
い
。
「
親
分
」
 
と
 
「
子
分
」
 
は
テ
ク
 
 

ス
ト
の
意
味
作
用
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
役
割
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

ま
ず
、
こ
の
二
人
に
対
し
て
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
呼
び
方
に
注
目
し
た
い
。
テ
ク
ス
ト
で
は
、
登
場
人
物
の
名
前
は
す
べ
て
会
 
 

話
文
に
伴
っ
て
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
途
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
名
前
に
対
応
す
る
人
物
に
対
し
て
で
も
、
地
の
文
で
は
一
 
 

度
も
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
特
に
「
親
分
j
と
「
子
分
」
に
対
し
て
い
え
ば
、
「
親
分
」
 
に
は
「
色
の
浅
黒
い
、
小
肥
り
に
肥
っ
た
 
 

男
」
「
親
分
と
呼
ば
れ
た
男
」
 
「
色
の
浅
黒
い
、
膚
桟
の
半
天
を
羽
織
っ
た
男
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
「
子
分
」
 
に
は
「
色
の
白
い
、
 
 

小
柄
な
男
」
 
「
小
弁
慶
の
浴
衣
を
着
た
男
」
 
「
割
青
の
あ
る
、
小
柄
な
男
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
書
き
方
に
は
ど
の
よ
う
な
意
 
 

味
を
持
た
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
名
前
が
あ
っ
て
も
直
接
使
わ
ず
、
そ
の
身
体
の
特
徴
や
服
装
を
代
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
繰
り
返
 
 

し
て
い
う
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
服
装
や
外
見
が
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
に
、
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
情
報
の
入
手
手
段
の
違
い
か
ら
異
な
る
印
象
を
も
た
ら
す
こ
と
も
視
野
に
い
れ
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
。
一
例
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
縄
談
や
芝
居
に
詳
し
い
読
者
と
歴
史
春
物
に
詳
し
い
読
者
の
間
で
は
 
（
読
み
）
 
の
プ
ロ
セ
 
 

ス
が
ど
こ
か
で
ず
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
者
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
後
者
も
注
目
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
 
 

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
節
の
典
拠
な
ど
か
ら
の
引
用
で
わ
か
る
よ
う
に
、
見
か
け
か
ら
す
る
「
鼠
小
僧
」
は
、
「
小
柄
」
、
「
肥
り
」
、
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「
色
白
い
」
、
格
好
良
い
 
「
職
人
風
」
、
「
刺
青
」
あ
り
、
と
い
う
特
徴
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
み
れ
ば
、
 
 

「
鼠
小
僧
」
 
っ
ぼ
い
と
こ
ろ
は
、
「
親
分
」
に
も
「
子
分
」
に
も
そ
れ
ぞ
れ
多
少
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 
 

一
人
は
「
い
な
せ
」
で
、
も
う
一
人
は
「
凄
み
の
あ
る
、
自
堕
落
」
な
趣
を
有
し
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
流
行
っ
て
い
た
「
伊
達
 
 

男
」
風
の
美
意
織
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
先
行
論
が
い
ス
ノ
シ
ン
グ
の
戯
曲
『
西
国
の
伊
達
男
』
T
旦
の
影
響
を
 
 

受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
と
も
暗
合
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
二
人
と
も
「
年
輩
は
彼
是
同
じ
位
」
 
で
、
髪
型
も
「
刷
毛
先
 
 

を
少
し
左
へ
曲
げ
た
水
髪
」
 
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
二
人
に
お
け
る
類
似
点
が
多
い
こ
と
で
、
殆
ど
相
似
し
て
い
る
と
も
考
え
 
 

ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
作
者
芥
川
に
は
「
鼠
小
僧
」
 
の
特
徴
を
こ
の
二
人
に
分
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

も
し
 
「
親
分
」
が
嘘
つ
い
た
の
で
あ
る
な
ら
、
「
子
分
」
 
の
ほ
う
は
本
物
の
鼠
小
僧
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
 
 

て
、
こ
れ
も
ー
つ
の
仮
定
だ
が
、
も
し
以
上
に
ま
と
め
た
 
「
鼠
小
僧
」
 
の
特
徴
が
読
者
の
内
部
に
あ
る
原
型
と
見
合
っ
て
い
る
と
し
 
 

た
ら
、
こ
の
 
「
親
分
」
と
「
子
分
」
は
そ
れ
ぞ
れ
分
担
の
役
割
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
「
鼠
小
僧
」
原
型
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
 
 

る
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
ち
ら
も
原
型
の
鏡
像
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
物
の
鼠
小
僧
が
一
体
誰
か
は
す
で
に
検
討
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
 
 

れ
と
共
に
、
「
親
分
」
 
は
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
主
役
か
脇
役
か
の
意
織
も
薄
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
t
一
人
の
間
 
 

に
対
等
な
関
係
が
構
築
さ
れ
、
い
ず
れ
も
「
鼠
小
僧
」
 
の
原
型
に
当
て
は
ま
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 
「
鼠
小
僧
」
 
の
パ
ロ
デ
 
 

ィ
ー
と
な
り
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
で
も
誕
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
親
分
」
 
「
子
 
 

分
」
 
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
派
生
す
る
最
初
の
二
つ
の
形
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
も
「
子
分
」
 
の
裸
松
は
「
親
 
 

分
」
 
の
話
を
別
の
人
に
語
っ
て
、
最
後
に
「
お
れ
が
本
物
の
鼠
小
僧
」
だ
と
い
い
、
そ
の
別
の
人
も
ま
た
別
の
人
に
同
じ
こ
と
を
語
 
 

る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
嘘
は
尽
き
る
こ
と
な
く
、
い
つ
ま
で
も
続
く
果
て
の
な
い
循
環
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
の
別
 
 

人
は
、
「
親
分
」
 
「
子
分
」
 
の
よ
う
に
 
「
鼠
小
僧
」
 
の
原
型
と
似
て
い
る
扮
装
を
し
て
、
江
戸
に
い
る
職
人
風
の
任
意
の
人
物
で
さ
え
 
 

あ
れ
ば
、
誰
も
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
い
る
読
者
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
 
 

に
入
り
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
鏡
像
関
係
が
外
部
に
向
か
っ
て
延
び
て
行
く
と
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
 
「
オ
チ
」
 
は
実
生
活
で
 
 

も
延
々
と
繰
返
し
て
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
内
部
と
外
部
が
融
合
し
、
永
遠
に
終
わ
ら
な
い
テ
ク
 
 

ス
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
、
前
の
三
の
部
分
で
論
じ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
脈
上
の
矛
盾
点
 
（
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
 
の
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疑
惑
が
分
解
し
て
し
ま
う
。
先
行
の
石
割
論
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
小
説
は
芥
川
の
 
「
探
偵
趣
味
」
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
 
 

疑
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
本
格
的
な
探
偵
物
と
異
な
り
、
テ
ク
ス
ト
に
託
さ
れ
た
作
者
の
趣
旨
は
、
読
者
に
挑
戦
し
「
ど
っ
ち
が
 
 

本
物
か
」
と
い
う
謎
解
き
類
を
作
ろ
う
と
す
る
戯
れ
に
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
歴
史
物
」
 
の
本
質
を
考
え
 
 

る
と
、
「
歴
史
」
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
設
定
さ
れ
る
歴
史
背
 
 

景
を
少
し
触
れ
る
必
要
は
あ
る
。
 
 
 

実
は
、
こ
の
終
わ
ら
な
い
テ
ク
ス
ト
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
も
示
唆
さ
れ
る
重
要
な
辛
が
か
 
 

り
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
 
「
親
分
」
 
の
 
「
旅
」
 
で
あ
る
。
 
 

「
だ
が
の
、
お
れ
が
三
年
見
無
え
間
に
、
江
戸
も
め
つ
き
り
変
わ
つ
た
や
う
だ
。
」
 
 

「
い
や
、
変
わ
つ
た
の
、
変
わ
ら
無
え
の
、
岡
場
所
な
ん
ぞ
そ
の
寂
れ
方
と
来
ち
や
、
ま
る
で
嘘
の
や
う
で
ご
ぜ
ま
す
ぜ
」
 
 

「
か
う
な
る
と
、
年
よ
り
の
云
ふ
ぐ
さ
ぢ
や
無
え
が
、
や
つ
ぱ
り
昔
が
恋
し
い
の
。
」
 
 

「
変
わ
ら
な
え
の
は
私
ば
か
り
さ
。
へ
へ
、
何
時
に
な
つ
て
も
ひ
つ
て
ん
だ
」
 
（
ニ
ー
三
頁
）
 
 
 

以
上
の
引
用
か
ら
、
「
親
分
」
が
旅
を
す
る
前
と
後
で
も
、
「
子
分
」
 
の
裸
松
の
生
活
ぶ
り
は
一
つ
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
認
識
で
き
 
 

よ
う
。
た
だ
、
「
岡
場
所
な
ん
ぞ
そ
の
寂
れ
方
と
来
ち
や
、
ま
る
で
嘘
の
や
う
で
ご
ぜ
ま
す
ぜ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ
の
三
年
間
に
 
 

江
戸
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
窺
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
い
う
こ
の
 
「
三
年
間
」
は
い
つ
か
と
特
定
で
き
な
い
た
め
、
鼠
 
 

小
僧
が
生
き
た
時
代
を
想
像
す
る
と
、
江
戸
の
三
大
改
革
の
一
つ
の
寛
政
改
革
と
天
保
の
改
革
の
間
と
重
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
 
 

そ
れ
ら
の
改
革
の
前
に
歴
史
上
で
「
賄
賂
政
治
」
と
批
判
さ
れ
た
田
沼
時
代
を
経
て
い
た
こ
と
が
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
 
 

そ
れ
も
ー
般
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ま
り
、
天
災
や
飢
饉
、
そ
れ
に
為
政
の
改
革
な
ど
が
歴
史
を
貫
い
た
時
期
 
 

だ
っ
た
と
叫
般
的
に
も
い
え
る
か
ら
だ
、
そ
れ
は
江
戸
の
激
動
の
時
期
と
だ
け
は
想
定
さ
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
 
「
岡
場
所
」
が
寂
 
 

れ
た
の
も
、
何
か
の
改
革
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
岡
場
所
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
「
宝
暦
～
天
明
〓
 
 

七
五
一
～
八
八
）
ご
ろ
の
岡
場
所
最
盛
期
に
は
、
吉
原
の
遊
女
三
千
人
に
対
し
、
約
二
千
人
と
推
定
」
さ
れ
、
「
所
在
地
は
、
寺
社
や
 
 

盛
り
場
の
付
近
、
街
道
の
出
入
り
口
な
ど
に
多
く
、
約
百
九
十
カ
所
に
の
ぼ
る
」
 
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
次
、
テ
ク
ス
ト
に
出
て
い
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る
 
「
深
川
」
 
や
、
「
三
縁
山
増
上
寺
」
が
あ
る
芝
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
丁
エ
そ
の
中
深
川
は
二
十
五
カ
所
で
、
数
と
し
て
は
一
 
 

番
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
場
所
に
対
す
る
取
締
り
は
幕
府
が
ず
っ
と
続
け
て
い
た
が
、
「
天
保
の
取
払
い
は
岡
場
所
に
強
烈
な
ダ
 
 

メ
ー
ジ
を
与
え
、
以
後
幕
末
ま
で
ほ
と
ん
ど
再
興
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
T
旦
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
し
た
天
保
 
 

の
取
払
い
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
 
に
頒
布
さ
れ
た
岡
場
所
撤
廃
令
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
人
物
と
し
て
の
鼠
小
僧
 
 

の
在
世
年
代
（
一
七
九
七
～
一
八
三
二
）
 
と
は
若
干
ず
れ
て
い
る
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
番
か
れ
た
 
「
岡
場
所
な
ん
ぞ
そ
の
寂
れ
方
 
 

と
来
ち
や
、
ま
る
で
嘘
の
や
う
で
ご
ぜ
ま
す
ぜ
」
 
と
い
う
こ
と
は
、
大
体
同
時
期
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
推
定
さ
れ
る
時
期
 
 

を
作
者
芥
川
が
生
き
た
大
正
前
期
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
作
者
の
執
筆
ま
で
の
 
 

大
正
期
を
鵬
括
し
て
み
る
と
、
大
正
三
年
に
発
覚
さ
れ
た
賄
賂
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
の
後
に
ま
も
な
く
、
第
鵬
次
世
 
 

界
大
戦
が
次
い
で
い
た
。
そ
の
間
に
日
本
の
近
代
史
上
に
画
期
的
な
意
味
の
あ
る
米
騒
動
が
起
こ
っ
た
と
い
う
激
動
期
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
、
い
か
に
も
江
戸
時
代
、
特
に
前
で
触
れ
た
 
「
執
政
の
臣
そ
の
人
を
得
ず
、
賄
賂
公
け
に
行
わ
れ
て
政
治
正
し
か
ら
ず
、
人
民
 
 

大
に
馨
し
め
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
暴
風
洪
水
な
ど
の
天
災
葦
に
至
り
、
飢
餓
も
ま
た
相
次
ぎ
し
か
ば
、
貧
民
諸
所
に
騒
擾
し
、
遂
 
 

に
江
戸
の
市
中
に
も
暴
民
の
蜂
起
を
見
る
に
至
」
㌻
∴
エ
つ
た
 
「
田
沼
時
代
」
 
と
似
通
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
当
時
の
歴
史
家
 
 

の
辻
善
之
助
が
同
番
の
緒
言
で
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
関
し
て
、
「
歴
史
は
繰
返
す
と
い
う
事
を
い
う
が
如
何
に
も
尤
も
だ
」
 
と
言
っ
た
 
 

と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
辻
氏
の
言
い
方
を
借
り
て
み
よ
う
と
思
う
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
「
親
分
」
 
の
三
年
前
の
旅
を
始
ま
り
に
 
「
今
」
 
の
対
 
 

話
時
点
を
終
わ
り
に
考
え
る
と
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
時
点
が
ま
っ
た
く
重
な
り
、
同
じ
 
「
江
戸
」
 
に
集
結
し
、
歴
史
が
 
「
繰
 
 

り
返
し
て
」
 
い
る
か
の
よ
う
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
親
分
」
 
「
子
分
」
 
の
一
般
名
詞
の
関
係
が
反
復
可
能
な
こ
と
と
し
て
歴
史
 
 

的
に
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
「
親
分
」
 
の
出
発
か
ら
結
末
ま
で
一
周
し
て
き
た
が
、
「
子
分
」
 
の
裸
松
だ
け
で
は
な
 
 

く
、
「
親
分
」
自
身
も
「
旅
」
を
通
し
て
、
何
が
変
わ
っ
て
何
が
得
ら
れ
た
の
か
は
す
べ
て
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
論
及
不
可
能
の
こ
と
 
 

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
、
あ
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
く
、
永
遠
に
み
ず
か
ら
の
尾
を
く
わ
え
た
姿
を
し
て
い
る
ウ
 
 

ロ
ボ
ロ
ス
像
が
連
想
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
終
わ
り
の
な
い
テ
ク
ス
ト
に
は
む
し
ろ
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
な
 
「
無
限
な
循
環
」
 
と
い
う
主
題
 
 

が
託
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
無
意
味
に
み
え
る
 
「
円
」
 
を
描
く
こ
と
は
テ
ク
ス
ト
で
三
段
式
の
構
築
法
に
具
現
し
、
そ
 
 

の
も
の
自
身
に
歴
史
の
 
「
昔
」
と
「
今
」
を
努
翳
さ
せ
、
芥
川
な
り
の
 
「
今
昔
物
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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六
 
む
す
び
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
る
「
嘘
」
 
に
幾
重
層
の
構
造
が
用
意
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
本
テ
 
 

ク
ス
ト
の
「
謎
」
と
し
て
問
題
を
提
起
し
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
不
明
な
大
き
な
「
謎
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
嘘
の
 
 

潜
在
で
あ
る
が
た
め
、
「
親
分
」
「
子
分
」
に
設
置
さ
れ
た
外
形
上
の
描
写
が
、
人
物
に
身
の
上
に
緊
密
に
か
か
わ
る
情
報
を
ぼ
や
か
 
 

す
た
め
の
「
仮
面
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
こ
か
ら
、
従
来
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
登
場
人
物
の
関
係
同
等
的
だ
と
論
述
 
 

す
る
こ
と
を
通
し
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
内
」
と
「
外
」
ノ
情
報
源
に
位
置
す
る
構
造
と
直
結
し
明
ら
か
に
さ
せ
た
。
そ
の
上
、
 
 

前
後
相
連
な
る
構
造
に
作
者
芥
川
龍
之
介
な
ら
で
は
の
歴
史
意
職
が
作
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。
そ
こ
で
「
謎
」
に
さ
 
 

れ
た
テ
ク
ス
ト
が
作
者
の
真
意
を
伝
え
る
た
め
の
代
弁
と
し
て
機
能
し
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
重
要
な
使
命
を
負
わ
さ
れ
た
 
 

構
造
を
も
っ
て
い
か
な
る
テ
ー
マ
を
弁
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
主
題
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
、
よ
り
深
 
 

く
究
明
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
せ
る
。
 
 
 

佐
藤
美
加
「
芥
川
龍
之
介
の
『
鼠
小
僧
次
郎
吉
』
の
表
現
－
式
亭
三
馬
と
の
比
較
」
（
『
岡
大
国
文
論
稿
』
、
一
九
八
七
年
三
月
）
 
 

太
田
善
男
「
初
春
の
文
壇
（
〓
ご
（
『
読
売
新
聞
』
、
一
九
二
〇
年
一
月
〓
ハ
日
）
 
 

水
守
亀
之
助
「
新
春
の
創
作
を
評
す
」
 
（
『
文
章
世
界
』
、
一
九
二
〇
年
二
月
一
日
）
 
 

菊
池
弘
ほ
か
編
（
明
治
審
院
、
l
九
八
五
年
）
 
 

吉
田
精
一
「
芥
川
龍
之
介
の
生
涯
と
芸
術
」
 
（
『
芥
川
龍
之
介
』
、
新
潮
文
庫
、
一
九
五
八
年
）
 
 

奥
野
久
美
子
「
芥
川
龍
之
介
『
鼠
小
僧
次
郎
吉
』
 
－
 
講
談
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
！
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
七
三
集
、
二
〇
〇
五
年
t
O
月
）
 
 

石
割
透
「
変
装
と
仮
面
1
芥
川
・
谷
崎
・
乱
歩
な
ど
 
－
 
」
 
（
『
文
学
に
お
け
る
仮
面
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
凶
年
）
 
 

関
口
安
義
⊥
東
京
翰
林
書
房
 
二
〇
〇
三
年
）
 
 

饗
庭
墓
相
編
 
（
文
骨
堂
、
一
九
〓
年
）
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松
浦
静
山
 
（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）
 
 

矢
野
太
郎
編
（
国
史
研
究
会
、
完
t
年
）
 
巻
之
五
の
天
保
三
年
雑
記
に
「
鼠
小
僧
の
判
決
撃
、
「
鼠
小
僧
の
捕
縛
談
」
が
あ
る
。
 
 

三
田
村
庸
魚
『
江
戸
ば
な
し
集
成
・
第
六
冊
』
（
青
蛙
房
、
一
九
五
六
年
）
 
 

尾
形
鶴
吉
『
本
邦
侠
客
の
研
究
』
（
西
田
寄
店
、
一
九
八
一
年
）
 
 

ギ
ユ
ー
ス
タ
ー
ヴ
・
ル
・
ボ
ン
『
群
衆
心
理
』
（
大
日
本
文
明
協
会
、
一
九
一
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
 
 

同
住
用
。
 
 

注
ほ
に
出
た
「
有
名
な
愛
蘭
土
の
戯
曲
」
と
同
じ
く
、
シ
ン
グ
の
原
作
晶
に
お
け
る
山
本
修
二
訳
（
山
覆
審
店
、
完
三
九
年
）
に
よ
る
。
 
 

西
山
松
之
助
『
江
戸
こ
と
ば
百
話
』
藁
京
美
術
、
一
九
一
五
年
）
 
 

前
掲
番
。
 
 

辻
幸
之
助
『
田
沼
時
代
』
（
日
本
学
術
普
及
会
、
一
九
↓
五
年
）
 
 
 


